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な
ら

ば
、

近
世

西
欧
の

認

識
論

的
構

造
が
ど
の

よ

う
に

変
化
し
た

か、

「

経
験
」

概
念
の

変
遷

を
軸
と
し
て
冖

度
概
観
し
て

み

る

こ

と

が

有
益
で

あ
る

。

近
世
に
一

つ

の

宗
教
的
学
知
と
し

て

神
学
の

体
系
か
ら
自
律
し
つ

つ

あ
っ

た

神
秘
主

義
の

学
知
は

、

ス

コ

ラ

的
学
知
と
の

対
立
を
通
じ
て

自

ら
の

輪
郭
を

獲
得
し
た

と

も
い

え
る

が、
「

経
験
」

は

最

大
の

争
点
の
一

つ

で

あ
っ

た
。

ス

コ

ラ

的
学
知
の
一

般
性
に

対
し

て
、

神
秘
キ
義
の

学

知

の

基
盤
で

あ
る

経
験
の

個
別
性
を

擁
護
し

た

ス

ユ

ラ

ン

だ
が、

背

景
に

は

十
六
、

十
七

世
紀
に

起
こ

っ

た

西

欧
の

認
識
論
的
構
造
の

転
換
が

認
め
ら

れ
る
。

い

わ

ゆ
る

科
学
革
命
は
、

自
然
哲
学
に

お

け
る

ア

リ

ス

ト
テ

レ

ス

的
な

知
の

秩

序
の

崩
壊
を

意
味
し

た
が

、

そ
れ

に

は

新
し

い

経
験

概
念
の

構
成
が

決
定
的
で

あ
っ

た
。

す
な

わ

ち、

そ
れ

ま
で

自
然
内
に

牛
起
す
る

事
象
に

つ

い

て

の
一

般
的
言
明
で

あ
っ

た

経
験
は
、

十
七
世

紀
に

特
定
の

状
況

下
の

特
定
の

観
察
者
で

あ
る

私
の

経
験
騒

実
験
を

意
味
す
る

よ

う
に

な
っ

た

の

で

あ
る

。

こ

の

こ

と

は

学
知
の

「

確
か

ら

し

さ
」

を
保

証
す
る

根
拠
の

重
心
が

社
会
的
に

付
与
さ

れ

る

信
憑
性
か

ら

個
人
の

直
接

的
認

識

へ

と

移
行
し

た

こ

と
を

表
し
て

も
い

る
。

個
別
的
経
験
の

特
権
性
は

歴

史

の

産

物
な
の

だ
。

実
際

、

た

と
え
ば

中
阯
末
期
の

ス

コ

ラ

神
学
者
ジ
ャ

ン
・

ジ
ェ

ル

ソ

ン

は
、

神
秘
神
学
が
自
然
哲
学
と

同
じ

く

コ

般

的
経
験
」

に

基
づ

い

て

い

る

こ

と
、

そ

れ
ゆ
え

そ
の

獲
得
の

た

め

に

は

個
別
の

経
験
よ

り
も
は

る

か
に

「

信
憑
性
を

与
え
る

同
意
」

が
重
要
で

あ
る

と
た
し

か
に

述
べ

て

い

る
。

学
知
に

お

け
る

「

私
の

経
験
11

体
験
」

の

優
勢
は

十
六

世

紀
の

「

新
世

界
」

旅
行
記
に

も
よ

く
み
て

と

れ
る

が
、

と

り
わ

け
西
欧
の

法
に

お

け
る

「

証
言
」

概
念
の

変
質
と

結
び

つ

い

て

い

た
。

個
人
の

直
接

的
体
験
に

よ
っ

て

獲
得
さ

れ

た

知
識
を
も
た

ら
す
「

目
撃
証
言
」

が
、

西

欧
近

世
に

新
し
い

証
言
の

原
理
と

し
て
、

信
に
支
え
ら

れ
た

倫
理

的
対
話

的
関
係
の

中
で

の

み

効
力
を
も
つ

「

倫
理
的
証
言
」

に

と
っ

て

代
わ
っ

た
。

　
か
く
し
て

我
々

は、

個
別
的
体
験
を

中
心
と

す
る

近
代
的
神
秘
主

義
理

解
を
歴

史
的
に

相
対
化
し、

「

体
験
の

学
知
」

へ

の

別
の

視
座

i
証
言

論

　
　
を
示

唆
し
た

。

こ

の

視
座
か
ら

、

体
験
と

並
ぶ

も

う
一

つ

の

神
秘

と

し
て

ス

ユ

ラ

ン

が

語
っ

て

い

る

信
仰
を

考
え
る

と

き、

何
が

言
え
る

だ

ろ

う
か
？

諸
伝
統
に

お

け
る

「

宇
宙
的
聖
歌
・

祈
り

」

　

概

念
を

め

ぐ
る

考
察

の

リ

ア

ナ
・

ト
ル

フ

ァ

シ
ュ

　

様
々

な

伝
統
や

歴

史
上
の

時

代
に

お

け
る

文
献
の

中
に

、

宗
教
学
者
は

「

宇
宙

的

讃
美
」

と

呼
び

得
る

よ

う
な
一

つ

の

主

題

を

見
出

す
。

こ

の

「

宇
宙
的
讃
美
」

と
は
、

あ
ら
ゆ

る

も
の

が

　
　
自
ら
の

本
性
お
よ

び
、

存
在
論
的
な

階
梯
の

内
で

占
め

て

い

る

地

位
に

従
っ

て
、

自
ら

が

為
し
得

る

仕
方
で

　
　
神
な
い

し

神
々

を

讃
美
し
て

い

る

と

考
え
ら

れ
る
、

と

い

う
概

念
で

あ
る

。

た

と
え
ば

、

天

使
た

ち
は

様
々

な．
言

葉
に

よ

っ

て

神
を

讃
え
て

い

る

豊．
画

わ

れ

る

が
、

彼
ら
は

霊

的
な

存
在
で

あ
る

限
り
に

お
い

て
、

た

だ

霊
的

な

仕
方
に

よ

っ

て
の

み

そ

れ
を

為
し

得
る

。

同

様
に、

様
々

な

動
物
や
植
物、

鉱

物
な

ど
も
ま
た
、

そ

れ

ぞ

れ
に

相
応
し
い

仕
方

で

神
を

「

讃
え
て

い

る
」

の

で

あ
る
。

　
以

下
に
、

宇
宙
的
讃
美
は

具
体
的
に

ど
の

よ

う
に

表
さ
れ
て

い

る

か
を

よ

り
よ

く
分
か

る

よ

う
に
、

そ

の

様
々

な

表
現
の

中
か

ら

幾
つ

か
を
挙
げ

る
。
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（

1）
「

天
に

お
い

て

主
を
賛
美
せ

よ
。

…

…

日
よ
、

月
よ
、

主

を
賛
美

せ

よ
。

…
…

主

の

御

名
を

賛
美
せ

よ
。

…

…

火
よ

、

雹
よ、

雪
よ

、

霧

よ
、

…

…
山
々

よ
、

す
べ

て

の

丘
よ
、

実
を
結
ぶ

木
よ
、

杉
の

林
よ
、

野

の

獣
よ、

す
べ

て

の

家
畜
よ
、

地
を
這
う
も
の

よ
、

翼
あ
る

鳥
よ
、

地
上

の

干
よ、

諸
国
の

民
よ、

…
…

生
の

御
名
を
賛
美
せ

よ
。

主
の

御
名
は

ひ

と

り
高
く

」

（

詩
編
第
一

四

八

詩
）

。

　
（

2
）

「

語
る
も
の

も
語
ら
な
い

も
の

も、

皆
汝
を
讃
え
る

。

思
惟
す
る

も
の

も
思

惟
し
な
い

も
の

も
、

皆

汝
を
崇
め
る

。

…

…
全
て

の

も
の

は

汝

に

祈

り
を

捧
げ
る
」

（

デ

ィ

オ
ニ

シ

オ
ス
・

ア

レ

オ
パ

ギ

テ
ス

に

帰
せ

ら

れ
た

讃
歌）
。

　
（
3

）

「

す
べ

て

の

も
の

は
そ

れ
が
属
す
る
段
階
に

従
っ

て

祈
り、

鎖
の

全
体
を
統

率
す
る

も
の

へ

の

讃
歌
を
歌
う。

…

…
蓮
の

花
は

太
陽
の

光
が

差
す
前
に

は

閉
じ

て

い

る

が
、

太

陽
が
現
れ
て

最
初
の

光
が
差

す
と
、

ゆ

っ

く
り
と

開
く

。

そ
し
て

、

太
陽
が
昇
り
き
る

と

満
開
と

な
り、

太
陽
が

西
へ

行
く
と

、

閉
じ
る

。

で

は

は

た

し
て
、

人
間
が
口

や
唇
を
開
け
た

り

閉
じ
た
り
し
て

太
陽
へ

の

讃
歌
を
歌
う
の

と
、

蓮
が
花
弁
を
閉
じ

た

り
開

い

た
り
す
る

の

は

異
な
っ

た
こ

と

で

あ
ろ

う
か

。

と

い

う
の

も、

花
弁
は

蓮
に

と

っ

て

口

の

代
わ

り
と
な

る

も
の

で

あ

り、
〔
蓮
が

太
陽
の

動
き
に

伴
い

花
弁
を
開

閉
す
る
の

は
〕

自
然
の

讃
歌
で

あ
る

の

で
」

（
プ
ロ

ク

ロ

ス

「

神
的

秘
術
に

つ

い

て
』

）

。

　
（
4
）
「

七
つ

の

天
と

大
地
と
、

そ
こ

に

あ
る

い

っ

さ
い

の

も
の

は
、

神

を
讃
え
る

。

神
の

光
栄
を

讃
え
な
い

も
の

は

な
に
も
な
い

。

た

だ

お
ま
え

た
ち
に

は、

そ
れ

ら
の

賛
美
が

わ

か
ら
な
い

だ

け
で

あ
る
」

（
『

ク

ル

ア

ー

ン
』

一

七
・

四
四）
C

　
（
5
）
「

汝
は

あ
ら
ゆ
る

も
の

が

　
　
識
別
で

き
る

も
の

も、

そ
う
で

な

い

も
の

も
　
　
汝
を
讃
え
る
よ

う
に
さ
せ
た
た
め

、

そ
れ

ぞ
れ

の

も
の

は

異
な
っ

た
仕
方
で

汝
を

讃
美
し
て

い

る
。

…

…

人
は
生

命
を

持
た
な
い

も

の

に

よ

っ

て

捧
げ
ら
れ
る

讃
美
の

言

葉
を

信
じ
な
い

が、

そ
れ

ら
の

生

命

を
持
た

な
い

も
の

が
、

讃
美
に

関
す
る

師
と

な
っ

た
」

（
ル

ー

ミ

ー

「

精

神
的
マ

ス

ナ
ヴ
イ

ー
』

）

。

　
（

6
）
「

ど

の

花
も、

う
っ

と

り
さ
せ
る

よ

う
な
千
の

艶
姿
を
も
っ

て
、

哀
願

と
と

も
に

神
を

褒
め

讃
え
る
。

鳥
た

ち
は

心
地
よ

い

声
で
、

そ
の

「

王
」

へ

の

連
疇
を

朗
誦
す
る
」

（

ユ

ヌ

ス
・

エ

ム

レ
）

．

　

そ
の

興
味
深
さ
に
も
か

か
わ

ら

ず、

こ

の

主
題
に

関
す
る

研
究
は

希
少

で

あ
る

よ

う
に
思
わ
れ
る

。

あ
る

特
定
の

伝
統
に

関

す
る

も
の

さ
え
十
分

に

顧
み

ら
れ

る
こ

と

は

な
い

し、

比
較
研
究
の

観
点
に

立
っ

た
同

様
の

研

究
を

見
つ

け
出
す
こ

と

は
、

非
常
に

困
難
で

あ
る

と

言
っ

て

よ
い

。

　

本
発
表
の

意
図
は
、

諸
文
献
（

聖
書
や

キ
リ

ス

ト

教、

新
プ
ラ

ト

ン

主

義、

さ

ら
に

は

ス

ー

フ

ィ

ズ
ム

に

お

け
る

宇
宙
的
讃

美
に

関
連
し

た

文

献）

の

紹
介
お
よ

び

分
析
を
通
じ

て
、

宗
教

学
の

分
野
に

お
い

て

こ

れ
ま

で

言

及
さ
れ

る
機
会
の

少
な
か
っ

た

「

宇

宙
的

讃
美
」

と

い

う
主
題
が
も

つ

重

要
性
に

対
し
て

注
意
を
喚
起
し
、

も
っ

て

同
主
題
に

関

す
る
将
来
の

研
究
を
促
進
す
る

こ

と

に

あ
っ

た
。

ユ

ン

グ
の

“

世
界
観
”

に

つ

い

て

の
一

考
察

杉

　
岡

正

　
敏

　
ユ

ン

グ
は

R
・

オ
ッ

ト

ー

の

ヌ

ミ

ノ

ー

ゼ

体
験
論
に

大
き
く
影
響
を
受

け
て

い

る
。

オ
ッ

ト
ー

の

狙
い

は

単
な
る

宗
教
的
感
情
の

非
A
口

理
面
の

強

322（ll56）
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